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著
者
の
呂
玉
新
氏
は
︑
在
米
の
華
人
で
︑
米
国
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
拠

点
を
置
く
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
私
立
・
総
合
大
学
で
あ
る
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ン

ズ
大
学
文
理
学
院
︑
並
び
に
ア
ジ
ア
研
究
所
の
客
座
教
授
を
務
め
て
い
る
︒

同
大
学
の
ア
ジ
ア
研
究
の
修
士
を
経
て
︑
そ
の
後
︑
同
じ
く
世
界
近
代
史
講

座
の
博
士
の
学
位
を
取
得
し
て
い
る
︒
東
ア
ジ
ア
の
政
治
思
想
史
を
中
心
と

し
て
︑
広
く
文
明
史
的
な
立
場
か
ら
︑
英
語
・
中
国
語
・
日
本
語
に
よ
り
︑

既
に
多
く
の
論
攷
を
公
表
し
て
お
り
︑
本
書
は
︑
同
じ
く
香
港
中
文
大
学
出

版
社
か
ら
︑
先
年
︑
上
梓
さ
れ
た
﹃
古
代
東
亜
政
治
環
境
中
天
皇
與
日
本
國

的
産
生
﹄（
二
〇
〇
六
年
）
に
次
ぐ
︑
本
格
的
な
専
門
書
と
し
て
は
二
冊
目
の

単
行
著
で
あ
る
︒
な
お
︑
氏
に
は
他
に
も
︑
中
国
・
日
本
・
米
国
で
の
豊
富

な
教
学
経
験
を
踏
ま
え
て
︑
国
語
学
・
日
本
語
学
の
飛
田
良
文
氏
と
の
共
著

﹃
日
本
語
・
中
国
語
意
味
対
照
辞
典
﹄（
南
雲
堂
）
の
よ
う
な
︑
言
語
学
的
な

領
域
で
の
論
著
も
存
し
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
十
七
世
紀
初
葉
か
ら
十
九
世
紀
に
至
る
江
戸
・
徳
川
時
代
の
日

本
の
思
想
史
を
俎
上
に
載
せ
て
︑
ま
ず
は
︑
明
朝
の
遺
臣
で
も
あ
っ
た
儒
学

者
で
︑
復
明
活
動
に
挫
折
し
た
後
に
日
本
に
亡
命
し
︑
水
戸
藩
主
・
徳
川
光

圀
の
庇
護
を
受
け
て
︑
後
の
水
戸
学
の
形
成
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え

た
朱
舜
水
（
之
瑜
）（
一
六
〇
〇
～
八
二
）
に
始
ま
り
︑
そ
の
広
義
の
影
響
や
波

紋
の
中
で
︑
儒
学
の
日
本
化
や
土
着
化
（
本
書
の
言
葉
に
従
え
ば
︑
本
土
化
）

と
も
言
う
べ
き
古
学
の
勃
興
か
ら
︑
国
学
の
擡
頭
を
経
て
︑
後
期
水
戸
学
へ

と
至
る
思
想
潮
流
を
迹
づ
け
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
取

り
分
け
︑
後
期
水
戸
学
の
影
響
の
拡
が
り
以
降
︑
近
代
の
黎
明
期
に
お
い
て
︑

狭
隘
な
民
族
主
義
や
極
端
な
排
外
主
義
を
生
み
出
し
︑
延
い
て
は
︑
そ
れ
が

や
が
て
近
代
日
本
の
進
路
そ
れ
自
体
を
も
隘
路
に
陥
れ
る
こ
と
に
結
果
し
た

書 
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所
以
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
し
か
る
に
︑
著
者
自
身
の
履
歴
か
ら
も
︑
容
易
に
予
想
さ
れ
る
如
く
︑
本

書
で
は
︑
こ
う
し
た
思
想
史
上
の
流
れ
に
関
し
て
︑
そ
れ
を
単
に
﹁
日
本
﹂

と
い
う
閉
鎖
系
に
落
と
し
込
ん
で
叙
述
す
る
こ
と
を
潔
し
と
は
し
な
い
︒
大

航
海
時
代
に
端
を
発
す
る
西
洋
列
強
の
植
民
地
主
義
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
西
学

東
漸
︑
明
清
交
替
や
そ
れ
を
契
機
と
し
た
朱
舜
水
に
代
表
さ
れ
る
東
ア
ジ
ア

の
文
化
交
流
な
ど
︑
広
く
世
界
史
的
・
文
明
史
的
な
広
闊
な
視
座
か
ら
︑
こ

の
時
期
の
東
ア
ジ
ア
や
日
本
の
思
想
文
化
が
改
め
て
照
射
さ
れ
る
︒

　
因
み
に
︑
東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
朱
舜
水
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
は
︑
台
湾

の
徐
興
慶
氏
の
﹃
朱
舜
水
與
東
亜
文
化
伝
播
的
世
界
﹄（
国
立
台
湾
大
学
出
版

中
心
・
東
亜
文
明
研
究
叢
書
︑
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
と
も
平
仄
を
合
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
が
︑
新
出
史
料
の
発
掘
な
ど
︑
実
証
的
・
文
献
的
な
考
証
に
強
み

を
見
せ
る
徐
興
慶
氏
に
比
す
れ
ば
︑
呂
玉
新
氏
の
真
骨
頂
は
︑
む
し
ろ
広
く

文
明
史
的
な
視
座
や
文
明
論
的
な
深
い
洞
察
に
存
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ

と
が
出
来
よ
う
︒
も
っ
と
も
︑
そ
の
前
提
と
し
て
は
︑
中
国
語
・
日
本
語
・

英
語
の
夥
し
い
文
献
の
博
捜
や
渉
猟
が
基
礎
と
な
っ
て
お
り
︑
四
百
頁
余
の

本
書
の
う
ち
︑
本
文
部
分
は
丁
度
︑
三
百
頁
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
そ
の
余

は
註
解
と
膨
大
な
引
用
文
献
（
及
び
数
頁
の
索
引
）
か
ら
な
る
こ
と
か
ら
も
︑

著
者
が
決
し
て
文
献
の
検
証
を
忽
せ
に
し
て
い
な
い
点
は
︑
敢
え
て
贅
言
す

る
ま
で
も
な
い
︒
就
中
︑
英
語
圏
で
の
当
該
分
野
の
研
究
文
献
に
加
え
て
︑

西
欧
の
政
治
・
社
会
思
想
史
上
の
古
典
的
な
論
著
へ
の
数
多
く
の
参
照
な
ど
︑

む
し
ろ
日
本
や
東
ア
ジ
ア
の
思
想
史
を
専
門
と
し
な
い
人
文
・
社
会
科
学
系

の
他
分
野
の
研
究
者
に
対
し
て
も
︑
開
か
れ
た
姿
勢
が
特
筆
に
値
す
る
︒

　
剰
え
︑
日
本
の
近
代
に
お
け
る
極
端
で
狭
隘
な
民
族
主
義
や
国
家
主
義
︑

排
外
主
義
（
本
書
の
表
現
に
従
え
ば
︑
本
土
主
義
）
の
遠
因
を
探
ろ
う
と
す
る

姿
勢
や
問
題
意
識
か
ら
は
︑
ま
さ
に
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
と
し
て
の
歴
史
を
鑑

と
し
て
現
代
の
訓
戒
と
し
よ
う
と
す
る
︑
著
者
の
い
わ
ば
超
学
問
的
な
動
機

さ
え
も
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
れ
は
︑
日
本
の
現
況
や
進
路
に
対
す

る
警
鐘
や
微
言
大
義
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
大
国
主
義

的
・
覇
権
主
義
的
な
態
度
を
強
め
る
中
国
も
含
め
て
︑
東
ア
ジ
ア
全
体
が
︑

あ
る
意
味
で
は
前
世
紀
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
傾
斜
し
て
い
る
状
況
に
対

す
る
頂
門
の
一
針
と
も
な
り
得
て
い
る
︒
著
者
の
学
問
が
︑
狭
い
意
味
で
の

歴
史
研
究
や
思
想
研
究
に
跼
蹐
せ
ず
︑
同
時
に
現
代
的
・
同
時
代
的
な
問
題

関
心
を
基
調
と
す
る
所
以
で
も
あ
る
︒

　
さ
て
︑
以
下
︑
大
枠
で
の
本
書
の
構
成
に
沿
っ
て
︑
個
別
の
論
点
に
関
し

て
︑
些
か
の
論
評
を
加
え
た
い
︒
ま
た
︑
本
書
の
基
調
を
な
す
モ
テ
ィ
ー
フ

は
︑
一
面
で
前
著
﹃
古
代
東
亜
政
治
環
境
中
天
皇
與
日
本
國
的
産
生
﹄
を
継

承
す
る
も
の
で
も
あ
る
た
め
︑
必
要
に
応
じ
て
︑
前
著
の
内
容
紹
介
に
も
説

き
及
ぶ
こ
と
と
し
た
い
︒

　
ま
ず
﹁
緒
論
﹂
で
は
︑
本
書
の
問
題
意
識
や
歴
史
的
な
背
景
な
ど
が
叙
述

さ
れ
る
︒
そ
し
て
本
書
に
お
い
て
主
要
な
論
述
の
対
象
と
な
る
水
戸
学
や
古

学
︑
国
学
な
ど
の
政
治
思
想
が
︑
軋
轢
や
葛
藤
︑
反
撥
も
含
め
て
︑
大
陸
文



208

化
や
日
本
に
お
け
る
朱
子
学
の
影
響
下
に
︑
単
に
日
本
思
想
史
上
の
み
な
ら

ず
︑
東
ア
ジ
ア
的
な
規
模
や
視
点
か
ら
も
︑
極
め
て
示
唆
に
富
む
展
開
を
示

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
東
ア
ジ
ア
的
な
視
座
か
ら
︑
古

代
以
来
の
日
本
史
も
ま
た
回
顧
さ
れ
︑
そ
の
際
︑
し
ば
し
ば
西
洋
の
政
治
思

想
上
の
成
果
も
引
証
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
近
現
代
に
至
る
日
本
の
民
族
主
義
に

関
す
る
研
究
史
も
概
観
さ
れ
る
︒

　
因
み
に
︑
前
著
以
来
の
著
者
の
重
要
な
視
点
と
し
て
︑﹁
虚
君
政
治
﹂
と
い

う
語
彙
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
か
な
り
広
義
の
概
念
の
如
く
見
受
け
ら
れ
︑
君

主
権
を
大
き
く
制
限
す
る
一
方
で
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
そ
の
権
威
も
活
用

し
つ
つ
︑
実
質
的
に
は
︑
こ
れ
と
対
抗
す
る
中
間
勢
力
（
貴
族
や
武
士
な
ど
）

や
民
衆
が
︑
概
ね
政
治
的
な
実
権
を
掌
握
す
る
政
治
体
制
を
幅
広
く
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
著
に
よ
れ
ば
︑
大
和
王
権
も
ま
た
︑
そ
の
初
発
の
段

階
で
は
︑
多
く
の
氏
族
に
よ
る
連
合
体
的
な
統
治
で
あ
っ
た
が
︑
や
が
て
七

～
八
世
紀
頃
に
は
︑
唐
の
律
令
体
制
を
摂
取
し
て
︑
中
央
集
権
的
な
体
制
を

整
え
た
も
の
の
︑
九
～
十
世
紀
に
至
る
と
天
皇
の
権
力
は
再
び
衰
退
し
て
︑

ま
ず
は
摂
関
家
︑
次
い
で
︑
武
家
政
権
に
よ
る
﹁
虚
君
政
治
﹂
が
概
ね
そ
の

後
の
日
本
の
政
体
を
規
定
し
た
と
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
﹁
虚
君
政

治
﹂
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
︑
孔
子
が
周
の
王
室
を
推
戴
し
た
態
度
に
準
え

た
り
︑
自
然
法
や
社
会
契
約
説
に
依
拠
し
て
成
立
し
た
英
国
を
は
じ
め
と
す

る
西
欧
の
立
憲
君
主
制
に
も
比
擬
し
て
い
る
︒
中
国
語
的
な
含
意
と
し
て
は
︑

清
末
に
梁
啓
超
ら
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
﹁
虚
君
共
和
﹂
と
い
っ
た
語
彙
や

観
念
と
も
反
響
し
合
う
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　
次
い
で
︑
本
論
に
入
る
と
︑
ま
ず
第
一
章
で
は
︑
天
皇
と
徳
川
政
権
（
幕

府
）
と
の
関
係
や
水
戸
学
の
生
成
︑
天
皇
観
を
め
ぐ
る
徳
川
政
権
（
幕
府
）
と

初
期
の
水
戸
学
と
の
相
違
に
つ
い
て
︑
縷
説
さ
れ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
ま
さ

に
儒
学
の
日
本
化
や
土
着
化
と
言
う
べ
き
古
学
の
興
起
が
︑
第
三
章
で
は
︑

朱
舜
水
と
水
戸
学
と
の
関
係
や
古
学
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ

論
究
さ
れ
る
︒
第
四
章
で
は
︑
契
沖
か
ら
復
古
神
道
へ
の
流
れ
や
本
居
宣
長

や
平
田
篤
胤
ら
の
国
学
思
想
を
通
じ
て
︑
ま
さ
に
﹁
神
国
﹂
や
﹁
神
孫
皇

民
﹂
と
し
て
の
日
本
の
特
殊
性
や
固
有
性
︑
優
越
性
を
自
認
し
︑
顕
揚
す
る

思
考
回
路
が
決
定
的
に
な
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
最
後
に
第
五
章
で
は
︑

藤
田
幽
谷
や
会
沢
正
志
斎
を
中
心
と
し
て
︑
後
期
水
戸
学
の
言
説
が
紹
介
・

分
析
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
国
学
や
後
期
水
戸
学
こ
そ
が
︑
近
代
日
本
の
極
端

な
民
族
主
義
や
国
家
主
義
︑
排
外
主
義
な
ど
の
濫
觴
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て

強
調
さ
れ
る
︒

　
著
者
の
論
述
は
︑
幅
広
い
視
点
か
ら
︑
大
筋
で
は
概
ね
穏
当
な
論
証
に
導

か
れ
て
は
い
る
が
︑
そ
の
論
断
に
は
︑
時
に
些
か
の
違
和
感
を
覚
え
る
部
分

も
︑
全
く
無
し
と
は
し
な
い
︒
ま
ず
︑
初
期
水
戸
学
の
立
場
が
﹁
尊
王
敬
幕
﹂ 

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
︑
そ
れ
が
後
期
水
戸
学
に
至
っ
て
変
質
を
遂

げ
た
と
し
て
︑
水
戸
学
の
生
成
と
推
移
に
時
期
的
な
区
分
を
設
け
る
こ
と
は
︑

最
早
︑
日
本
の
学
界
で
の
定
論
で
も
あ
る
（
尾
藤
正
英
﹃
日
本
の
国
家
主
義

︱
︱
﹁
国
体
﹂
思
想
の
形
成
﹄︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
）︒
し
か
る
に
︑
徳
川
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政
権
（
幕
府
）
の
立
場
や
態
度
︑
ま
た
﹁
官
方
﹂
朱
子
学
の
主
張
が
︑
一
概

に
﹁
尊
幕
抑
王
﹂
で
あ
っ
た
と
論
定
す
る
の
は
︑
近
年
の
研
究
成
果
に
照
ら

し
て
︑
些
か
勇
み
足
で
は
な
か
ろ
う
か
？
（
野
村
玄
﹃
日
本
近
世
国
家
の
確
立

と
天
皇
﹄︑
清
文
堂
︑
二
〇
〇
六
年
︒
ま
た
他
に
も
︑
公
武
融
和
の
権
力
構
造
か
ら

公
武
分
離
へ
と
推
移
し
︑
む
し
ろ
幕
末
の
公
武
合
体
の
運
動
は
︑
逆
に
現
実
の
公
武

分
離
過
程
で
の
現
象
と
す
る
仮
説
も
あ
る
︒
深
谷
克
己
﹃
近
世
の
国
家
・
社
会
と
天

皇
﹄︑
校
倉
書
房
︑
一
九
九
一
年
）︒

　
こ
の
点
と
も
関
連
し
て
︑
有
名
な
ケ
ン
ペ
ル
（﹃
日
本
誌
﹄）
の
﹁
日
本
に
は

二
人
の
皇
帝
が
存
在
す
る
︒
江
戸
に
い
る
世
俗
権
力
の
真
の
皇
帝
と
京
都
の

宗
教
的
な
皇
帝
と
﹂
と
の
言
葉
を
引
証
し
つ
つ
︑
こ
う
し
た
日
本
の
在
り
方

に
対
し
て
︑
黄
宗
羲
や
顧
炎
武
ら
︑
明
末
清
初
期
の
専
制
君
主
制
批
判
と
の

符
合
を
示
唆
す
る
が
︑
直
接
的
な
影
響
関
係
の
究
明
は
︑
些
か
困
難
か
と
も

思
わ
れ
る
︒
朱
舜
水
の
古
学
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
も
︑
書
簡
の
往
来
な

ど
に
依
拠
し
て
具
に
論
証
さ
れ
る
が
︑
や
や
過
大
評
価
と
思
わ
れ
る
向
き
も

あ
ろ
う
︒

　
本
来
の
儒
教
的
な
﹁
華
夷
の
辯
﹂
が
︑
い
わ
ば
﹁
文
明
﹂
の
存
否
に
も
と

づ
く
も
の
で
︑
民
族
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
族
群
）
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
の

に
対
し
て
︑
古
学
か
ら
国
学
に
至
っ
て
︑
日
本
の
特
権
性
を
言
挙
げ
す
る
傾

向
が
生
じ
た
点
は
︑
ま
さ
に
肯
綮
に
中
る
が
︑
そ
こ
か
ら
後
期
水
戸
学
︑
更

に
は
︑
近
代
以
降
の
民
族
主
義
ま
で
は
︑
な
お
か
な
り
の
径
庭
が
あ
ろ
う
︒

翻
っ
て
︑
民
族
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
族
群
）
に
拠
ら
な
い
﹁
文
明
﹂
的
な
拡

が
り
を
有
し
た
儒
教
思
想
が
︑
江
戸
・
徳
川
思
想
史
の
中
で
︑
様
々
な
経
緯

か
ら
歪
曲
さ
れ
た
と
の
見
方
に
は
︑
逆
に
中
華
中
心
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
感
じ
取
り
︑
反
撥
す
る
向
き
も
あ
る
や
も
知
れ
な
い
︒
ま
た
︑
後
期
水
戸

学
で
も
︑
藤
田
幽
谷
﹃
正
名
論
﹄
の
段
階
で
は
︑
な
お
本
質
的
に
は
儒
教
的

な
枠
内
か
ら
︑
さ
し
て
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
︒

総
じ
て
︑
む
し
ろ
水
戸
学
が
広
く
伝
播
す
る
過
程
で
の
政
治
・
社
会
的
な
情

勢
︑
そ
の
受
容
層
に
つ
い
て
も
︑
更
な
る
考
慮
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
し
︑

近
代
以
降
の
民
族
主
義
や
国
家
主
義
の
形
成
に
際
し
て
は
︑
ド
イ
ツ
国
法
学

や
進
化
論
な
ど
の
西
欧
思
想
の
影
響
や
儒
教
の
近
代
的
な
再
解
釈
と
そ
の
活

用
（
悪
用
？
）
な
ど
の
諸
点
を
も
︑
更
に
勘
案
す
べ
き
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
？
（
山
村
奨
﹃
近
代
日
本
と
変
容
す
る
陽
明
学
﹄︑
法
政
大
学
出
版
局
︑

二
〇
一
九
年
）
︙
︙
︒

　
最
後
に
︑
本
書
の
背
景
を
な
す
問
題
意
識
と
の
関
係
で
附
言
す
れ
ば
︑
後

期
水
戸
学
に
端
を
発
す
る
極
端
で
狭
隘
な
民
族
主
義
や
排
外
主
義
は
︑
視
点

を
変
え
れ
ば
︑
一
面
で
は
思
想
の
推
移
や
展
開
の
上
で
︑
や
や
畸
型
的
で
例

外
的
な
事
態
で
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
︑
無
論
︑
前
述
し
た
如
く
︑
現
代

的
・
同
時
代
的
な
観
点
か
ら
の
著
者
の
警
醒
の
意
図
は
紛
れ
も
な
い
が
︑
そ

の
背
後
に
あ
る
微
言
大
義
を
鑑
み
る
に
︑
近
代
の
超
国
家
主
義
や
天
皇
中
心

主
義
と
は
︑
本
来
的
に
異
質
な
﹁
虚
君
政
治
﹂
こ
そ
が
︑
日
本
の
あ
る
べ
き

﹁
常
態
﹂
で
あ
る
と
の
認
識
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
評
者
の
こ
う

し
た
推
論
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
本
書
は
︑
例
え
ば
﹁
天
皇
不
親
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政
﹂
を
日
本
の
伝
統
と
考
え
る
よ
う
な
見
方
（
石
井
良
助
﹃
天
皇
︱
︱
天
皇
の

生
成
お
よ
び
不
親
政
の
伝
統
﹄︑
山
川
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︒
の
ち
講
談
社
学
術

文
庫
︑
二
〇
一
一
年
）
と
も
符
節
を
合
す
る
も
の
で
︑
そ
の
意
味
で
は
現
在
の

象
徴
天
皇
制
の
在
り
方
に
照
ら
し
て
も
︑
日
本
の
穏
健
な
保
守
派
に
も
受
け

容
れ
易
い
見
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
著
者
の
洋
の
東
西
に
亘
る
︑

極
め
て
幅
の
広
い
文
明
史
的
・
文
明
論
的
な
視
座
は
︑
同
時
に
す
ぐ
れ
て

﹁
国
際
日
本
研
究
﹂
や
﹁
国
際
日
本
学
﹂
の
一
つ
の
典
型
た
り
得
て
い
る
︒

　
な
お
︑
本
書
の
書
評
と
し
て
は
︑
管
見
の
限
り
で
も
︑
既
に
ネ
ッ
ト
上
の

も
の
で
は
︑
中
国
の
王
鍵
氏
（﹃
中
国
社
会
科
学
網
﹄︑
中
国
社
会
科
学
院
・
中
国

社
会
科
学
雑
誌
社
︑
二
〇
一
七
年
五
月
）︑
並
び
に
︑
紙
媒
体
と
し
て
は
︑
台
湾

の
郭
雨
穎
氏
（﹃
漢
學
研
究
﹄
第
三
六
巻
・
第
二
期
︑
漢
學
研
究
中
心
︑
二
〇
一
八

年
六
月
）
の
両
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
り
︑
中
国
語
圏
に
お
い
て
︑
相
応
の
反

響
が
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
見
て
取
れ
る
︒




